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1
【指導のポイント】
説明文とは、ある事柄についての説明や解説を示し、文章構成の多くは順序立てた論理的説明である。論旨を捉える手段として、文章例を用いて指示語が指
す内容を直前の内容から見つけ出すことを学ぶ。接続語は、そのはたらきに注目することで、説明文の展開や文脈の流れが把握できる。形式段落と意味段落
の違いを学び、段落相互の前後の関係については、指示語や接続語のはたらきを手がかりにして明らかにする。実例を用いた練習を重ねることが重要である。

説明的文章（1）
◆指導ページ　P.2 ～ 7◆　　

■
展
開

〈
考
え
る
〉

　

具
体
的
な
も
の
ご
と
を
抽
象
化（
第
一
条
件
）

　
　
　
　
　

＊　
　

　
　
　
　

対
象
化
・
客
観
化

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

概
念
の
抄
出

＊
の
過
程

①　

動
詞
→
名
詞（
動
く
→
動
き
、
教
え
る
→
教
え
）

②　

接
尾
語
「
さ
」（
美
し
い
→
美
し
さ
、
さ
び
し
い
→
さ
び
し
さ
）

③　

接
尾
語
「
み
」（
恨
む
→
恨
み
、
重
い
→
重
み
）

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

概
念
・
観
念
と
し
て
客
観
化

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

思
考
の
成
立

＊
の
逆
過
程

　
　

造
語
を
つ
く
る
過
程
で
考
え
が
深
化
す
る

〈
高
度
な
文
化
を
も
つ
異
国
か
ら
の
概
念
・
観
念
の
流
入
〉

　

出
来
上
が
っ
た
概
念
・
観
念
の
流
入

　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
ま
ま
代
用
す
る
こ
と
で
、
造
語
力
低
下

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

抽
象
能
力
低
下

〈
日
本
に
お
け
る
哲
学
〉

　

哲
学（
抽
象
論
と
み
な
さ
れ
敬
遠
）

　
　
　
　
　

代
わ
り

　

文
学（
具
体
的
な
現
象
を
暗
示
的
・
象
徴
的
に
描
く
）

　

・
原
因

異
国
か
ら
の
抽
象
語（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
）を
外
来
語（
漢
語
）

で
訳
し
た
た
め（
こ
れ
で
は
＊
の
過
程
を
経
て
い
な
い
）

■
筆
者
の
主
張（
ま
と
め
）

　

哲
学
は
だ
れ
に
で
も
わ
か
る
人
生
の
知
恵
で
あ
る
が
、
思
考
に

は
抽
象
語
を
要
す
る
。
異
国
の
抽
象
語
を
そ
の
ま
ま
代
用
し
て
き

た
日
本
人
は
、
ま
ず
そ
れ
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

○
思
索
＝
論
理
的
に
筋
道
を
立
て
て
考
え
る
こ
と
。

重
要
語
句

■
展
開

〈
回
帰
現
象
〉

　

人
そ
れ
ぞ
れ
の
基
本
的
行
動
パ
タ
ー
ン
が
普
段
は
抑
制
で
き

て
も
、
い
ざ
と
い
う
場
面
や
緊
張
の
と
き
に
は
表
に
出
て
し
ま

う
。

〈
文
化
的
な
型
〉

　

日
本
→
意
見
は
ゆ
っ
く
り
、
間
接
的
に
表
明

　

欧
米
→
意
見
は
最
初
か
ら
明
確
に
表
明

・�

筆
者
は
応
対
の
際
に
気
を
つ
け
て
い
る
が
、
回
帰
現
象
が
起
き

て
し
ま
う�

（
外
交
官
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
さ
ん
も
同
意
）

　

①　

大
切
な
と
き
に
限
っ
て

　

②　

本
人
も
気
づ
か
な
い

・
対
処
法

　

①　

自
分
で
気
づ
い
て
相
手
に
説
明

　

②　

そ
の
状
況
か
ら
自
分
の
姿
勢
を
立
て
直
す

○
愕
然
＝
非
常
に
驚
く
さ
ま
。

重
要
語
句

■
展
開

〈
遊
び
〉

遊
び
と
い
う
心
地
の
良
い
活
動
の
原
初
的
な
要
素

・
だ
れ
か
が
突
然
現
れ
た
り
。
消
え
た
り
す
る
感
覚

　

→
〈
死
〉の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ゲ
ー
ム（
怖
い
体
験
）

・
身
体
感
覚
の
激
し
い
振
幅

　

→
緊
張
と
弛
緩
の
す
ば
や
い
交
替

　
　
　

　

出
現
／
消
失　
　

緊
張
／
弛
緩

　

→
存
在
の
開
閉
と
い
う
運
動（
遊
び
の
快
感
）

　
　
　

　

遊
戯
と
し
て
の
遊
び（Spiel

）＝
ゆ
る
ん
だ
空
間
の
遊
び（Spiel

）

　

遊
隙
＝
「
遊
び
の
空
間
」（Spielraum

〔
ド
イ
ツ
語
〕）

　

→
シ
ュ
ピ
ー
ル
・
ラ
ウ
ム（
隙
間
、
ず
れ
、
わ
ず
か
な
隔
た
り
）

　

＊�

「
遊
び
の
空
間
」
は
大
き
す
ぎ
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
だ
め
で

あ
り
、
適
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　

　

わ
た
し
た
ち
の
身
体
と
わ
た
し
た
ち
自
身（
意
識
）の
関
係
も
同
様

　
　
　

　

「
ぼ
ん
さ
ん
が
屁
を
こ
い
た
」

　
　

・
現
前
と
不
在
の
た
え
ざ
る
交
替

　
　

・
緊
張
と
弛
緩
と
い
う
身
体
感
覚
の
振
幅

　

→
緩
衝
地
帯
と
し
て
の
身
体
の
在
り
様

　
　

�　

わ
た
し
の
存
在
と
身
体
の
存
在
が
一
致
し
た
り
、
離
れ

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
筆
者
の
主
張（
ま
と
め
）

　

緩
衝
地
帯
の
身
体
は
、
か
ぎ
り
な
く
従
順
で
あ
る
が
、
お
も
い

の
ま
ま
に
制
御
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
ゆ
る
み
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
と
身
体
と
の
関
係
を
滑
り
よ
く
し
て
い
る

○
緩
衝
＝�

二
つ
の
物
の
間
に
起
こ
る
衝
突
や
衝
撃
を
や
わ
ら

げ
る
こ
と
。

重
要
語
句



発展新演習夏期　中２国語　　指導のポイント

確認問題の板書例

演習問題Ａの板書例

演習問題Ｂの板書例

 

2
【指導のポイント】
論説文とは、自分の考えを論理的に述べた文章であり、既知の事実を根拠・理由として挙げて自分の主張の正しさを読者に納得させる構成である。
筆者の言いたいことをつかむためには、事実と意見を区別する必要がある。具体例の役割についても学び、論旨についての理解を助けるはたらき
になることを理解する。また、通読することで、説明事実→意見の「尾括型」、意見→説明事実「頭統括型」などといった文章構成を読み取る。

説明的文章（2）
◆指導ページ　P.8 ～ 13 ◆　　

■
展
開

〈
サ
ル
の
群
れ
〉

　

リ
ー
ダ
ー
の
カ
ミ
ナ
リ（
大
人
）
→
海
に
は
入
ら
な
い

　
　
　
　
　

い
ま
わ
し
げ
に
見
る

　
　

子
供
た
ち
→
海
に
入
る　

　
　
　
（
新
し
い
行
動
を
開
発
し
て
い
く
）

　　

突
然
の
大
波
な
ど
は
危
険
だ
が
、
子
供
た
ち
は
海
へ
入
る
こ

と
で
泳
ぐ
、
水
に
潜
る
と
い
っ
た
楽
し
さ
な
ど
、
新
し
い
世
界

を
切
り
拓
い
た
。

〈
構
図
〉

　

年
の
い
っ
た
者
と
若
者
に
つ
い
て
、

　

サ
ル
→
人　

に
置
き
換
え
ら
れ
る

　

年
の
い
っ
た
者
→
保
守
的

　

若
者　
　
　
　

→
革
新
的
行
動
型

　　
　

両
者
は
水
と
油

〈
教
訓
〉

　

①　

ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
て
相
互
理
解（
×
保
守
頑
迷
）

　

②　

冒
険
心
こ
そ
若
者
の
特
権

　
■
ま
と
め

　

サ
ル
よ
り
高
等
な
人
は
、
保
守
頑
迷
に
走
ら
ず
、
柔
軟
な
思

考
と
深
い
理
解
を
持
ち
新
し
い
も
の
を
探
求
す
る
心
を
も
ち
続

け
る
べ
き
で
あ
る
。

○
代
弁
＝�

本
人
に
代
わ
っ
て
他
の
人
が
債
務
を
弁
償
す
る
こ

と
。

重
要
語
句

■
テ
ー
マ

　

道
具
に
宿
る
創
造
的
な
感
性

■
展
開

　
　

道
具
→
身
体
的
機
能
を
助
長（
知
覚
や
感
覚
の
深
化
）

　
　

機
械
→
知
性
に
よ
る
計
算
の
助
長（
知
性
や
感
覚
の
代
替
）

〈
鉋
〉

　

槍
鉋
→
台
鉋

　
　
（
作
業
は
効
率
的
に
な
る
が
、
一
種
の
鈍
感
に
落
ち
込
む
）

　
　
　

　

槍
鉋
の
復
活
→
「
味
」

〈
一
般
大
工
〉

　

・
短
い
工
期
と
安
い
費
用（
→
効
率
化
）

　

・
工
務
店
の
現
場
監
督
者
、
機
械
技
術
者
で
あ
る
実
態

〈
職
人
〉

　

道
具
を
使
っ
て
い
る
者
に
宿
る
文
化
・
文
明
を
支
え
る
感
覚

（
文
化
の
重
荷
）

■
テ
ー
マ

　

言
語
発
達
過
程
に
見
る
概
念
化
に
つ
い
て

■
展
開

〈「
ワ
ン
ワ
ン
」
が
犬
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
過
程
〉

　

必
要
条
件（
子
供
の
側
―
Ａ
）　　

　

①　

そ
の
音
が
物
理
的
に
耳
に
と
ど
く
こ
と

　

②�　

種
々
の
刺
激
の
中
か
ら
、
そ
の
音
を
図
と
し
て
取
り
出

す

＊
図
と
地（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
）

　

図
→
知
覚
野
の
中
の
前
景

　

地
→
前
景
に
対
す
る
背
景

　
　
（
知
覚
世
界
は
図
と
地
に
分
節
す
る
）

〈「
一
緒
に
見
る
」
と
い
っ
た
現
象
〉

　

↑
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
学
派
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い

・
母
親
の
側
―
Ｂ

　

①　

他
の
刺
激
情
報
を
地
に
沈
め
る

　

②�　

自
身
の
声
と
「
犬
」
に
意
識
を
向
け
、
図
と
し
て
立
ち

上
げ
る

■
ま
と
め

　

Ａ
と
Ｂ
の
双
方
の
過
程
が
成
さ
れ
て
音
が
概
念
化
さ
れ
る
。
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【指導のポイント】
事実を述べている段落と意見を述べている段落を区別し、意味段落にまとめ、意味段落の相互関係から文章全体の構成をつかむ。文章構成は、序
論→本論→結論または起承転結などの型がある。要旨を捉えるには、話題やテーマを捉え、段落毎の要点を捉え、結論を捉える。また、要旨をま
とめるには段落毎に筆者の意見を抜き出し、まとめてから重複部分を削る。テーマとキーワード、結論は必ず含め、簡潔に表現するよう注意する。

説明的文章（3）
◆指導ページ　P.14 ～ 19 ◆　　

■
展
開

〈
理
論
体
系
〉

・
科
学　
　

→
公
共
性
を
持
つ
理
論
体
系

・
オ
カ
ル
ト
→
公
共
性
を
持
た
な
い
理
論
体
系

　
　

公
共
性
…�

一
定
の
手
続
き
さ
え
踏
め
ば
、
だ
れ
が
や
っ
て

も
同
じ
結
果
が
出
る

　

再
現
可
能
性
…�

科
学
を
宗
教
や
オ
カ
ル
ト
か
ら
区
分
け
す
る
基
準

　

→
理
論
の
枠
内
で
は
、
世
界
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能

　
　
　
　
　

し
か
し
、
オ
カ
ル
ト
を
信
じ
る
人
は
少
な
く
な
い

　

ヒ
ト
は
再
現
可
能
性
で
は
な
く
、
同
一
性
を
信
じ
て
い
る

　

→�

再
現
可
能
性
と
い
う
基
準
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
同
一
性

を
信
じ
る
か
は
好
み
の
問
題

　

信
じ
る
こ
と
が
で
き
る　

→
神
、
実
体
、
法
則

　

信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
→�

科
学
が
示
す
目
に
見
え
な
い
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
メ
ー
ジ
す
ら
で
き
な
い
も
の

　
　
　
　
　

　

科
学
が
複
雑
に
な
り
す
ぎ
た
た
め
、
普
通
の
人
に
は
、
神
を

信
じ
る
こ
と
と
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

■
主
張

　

科
学
は
オ
カ
ル
ト
と
違
い
、
再
現
可
能
で
あ
り
、
だ
れ
が

や
っ
て
も
同
じ
結
果
が
出
る
と
い
う
同
一
性
に
よ
っ
て
、
多
く

の
人
々
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
科
学
が
進
歩
し
複
雑

に
な
っ
た
結
果
、
普
通
の
人
が
信
じ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
難
し

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
非
科
学
的
な
オ
カ
ル
ト
を
信
じ
る

人
も
少
な
く
は
な
い
。

■
展
開

〈
ク
ロ
ー
ン
羊
の
ド
リ
ー
〉

　

機
能
分
化
し
た
細
胞
か
ら
つ
く
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
既
存
の
知
識
に
反
す
る
）　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

遺
伝
子
の
細
胞
分
化
へ
の
働
き（
基
礎
的
）

　
　
　
　
　

乳
牛
・
肉
牛
の
改
良（
応
用
的
）な
ど
で
は
な
く

　

人
間
で
も
そ
れ
が
可
能
か
？

　

→
ヒ
ト
に
は
応
用
し
な
い
と
し
て
世
界
で
一
致

〈
科
学
と
科
学
技
術
〉

　

科
学（
世
界
に
つ
い
て
の
人
の
好
奇
心
）　　
　

　
　
　
　
　

原
理
の
応
用

　

科
学
技
術（
←
人
間
の
欲
望
を
可
能
に
す
る
）

■
筆
者　

　

科
学
は
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
技
術
的
な
応
用
は
倫
理
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
て
い
る
。

○
是
非
＝
正
し
い
こ
と
と
正
し
く
な
い
こ
と
。

重
要
語
句

■
展
開

〈
羨
ま
し
い
気
持
ち
〉

（
前
提
条
件
）

・
物
で
も
能
力
で
も
、
自
分
の
持
っ
て
い
な
い
も
の
を
他
人
が

持
っ
て
い
る

（
プ
ラ
ス
Ｘ
）

・
未
開
発
の
能
力

　
　
　

　

「
羨
ま
し
さ
」

〈
弟
を
羨
む
兄
〉

　

ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
の
弟
が
有
利
な
就
職

　
　
　

　

自
分
は
そ
れ
に
劣
る
就
職
だ
か
ら
、
手
を
抜
く
こ
と
を
正
当
化

　
　
　

　

結
局
、
仕
事
を
し
な
い
兄

　
　
　

　

弟
を
羨
む

　

＊
未
開
発
の
部
分
＝
仕
事
に
手
を
抜
い
て
い
る

　
　

→
未
開
発
の
可
能
性

■
ま
と
め

　

羨
ま
し
さ
は
素
直
に
受
け
入
れ
、
自
身
が
未
だ
取
り
組
ん
で

い
な
い
と
こ
ろ
を
見
つ
め
る
べ
き
で
あ
る
。
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【指導のポイント】
小説とは、人物の心情、話の筋を通して、人間性や社会の姿を作者の想像力・構想を基に表現した散文体の作品である。小説の三要素（人物・
背景・事件）について簡潔に説明し、小説の読み取りを実践的に指導する。全体のあらすじをつかみ、主人公の人柄や心情、他の登場人物との
関係、それぞれの気持ちの動きや変化をとらえる。情景や自然の事物に大事な心情が反映されていないか注意し、山場から主題をとらえる。

文学的文章（1）─小説
◆指導ページ　P.20 ～ 25 ◆　　

■
場
面

　

長
兄
と
耕
造
さ
ん
の
話
し
合
い
で
家
の
増
築
が
決
定
し
、
わ

た
し（
主
人
公
）は
そ
の
詳
細
を
聞
い
て
い
る
。

■
出
来
事

わ
た
し
は
台
所
で
ぎ
ょ
う
ぎ
の
悪
い
食
事
を
し
て
い
る

　
　
　

長
兄
に
呼
ば
れ
て
庭
に
出
て
、
二
人（
長
兄
と
耕
造
さ
ん
）に

合
流（
け
げ
ん
な
様
子
）

　
　
　

わ
た
し
と
享
一
の
部
屋
を
増
築
す
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る　

　
　
　

長
兄
が
家
に
上
が
り
、
わ
た
し
と
耕
造
さ
ん
で
話
す

　
　
　

木
の
枝
で
長
方
形
を
描
き
説
明

長
方
形
＝
茶
の
間
の
押
し
入
れ
、
と
に
か
く
費
用
を
抑
え
る

　
　
　

わ
た
し
は
わ
く
わ
く

○
栴
檀
＝
セ
ン
ダ
ン
科
セ
ン
ダ
ン
属
の
落
葉
高
木
。

重
要
語
句

■
出
来
事

洪
作
が
子
供
を
連
れ
て
、
所
長
さ
ん
の
家
に
朝
顔
を
届
け
に

行
く（
お
ぬ
い
婆
さ
ん
か
ら
の
依
頼
。
洪
作
は
そ
れ
が
相
応
し

く
な
い
と
思
っ
て
い
る
）

　
　
　

御
料
局
の
玄
関
の
横
手
の
仙
人
掌
が
目
に
入
る

→
朝
顔
は
貧
層
だ

→
届
け
る
気
が
失
せ
る

　
　
　

あ
き
子
に
遭
遇

お
使
い
で
あ
る
と
強
調

　
　
　

「
ま
あ
、
き
れ
い
」

→
洪
作
は
紅
潮

　
　
　

あ
わ
て
て
帰
る

多
分
に
甘
美
で
、
ど
こ
か
秘
密
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
哀
し
さ

→
恋

○
土
蔵
＝�

日
本
の
伝
統
的
な
建
築
様
式
の
ひ
と
つ
で
、
外
壁

を
土
壁
と
し
て
漆
喰
な
ど
で
仕
上
げ
ら
れ
る
も
の
。

重
要
語
句

■
場
面

　

日
曜
日
に
、
引
越
し
た
山
麓
の
家
に
帰
っ
て
来
た
。

■
出
来
事

　

息
子
か
ら
自
転
車
の
補
助
を
外
す
催
促

　
　
　
　
　
　

工
具
を
出
し
て
作
業
を
始
め
る

（
工
具
の
名
前
を
教
え
な
が
ら
手
伝
わ
せ
る
）

　
　
　
　
　
　

息
子
は
補
助
を
外
す
の
が
少
し
遅
い

→
病
気
が
ち
＋
か
ま
っ
て
あ
げ
な
か
っ
た（
反
省
））

　
　
　
　
　
　

　

小
学
校
に
行
っ
て
練
習

下
の
女
の
子
も
連
れ
て
。
難
し
い
年
頃
の
上
の
女
の
子
は
来
な
い

○
縁
台
＝�

個
人
の
家
の
庭
や
近
所
の
露
地
に
お
い
て
、
休
息

や
夏
場
の
夕
涼
み
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
主
に
木
製

の
腰
掛
。

重
要
語
句
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5
【指導のポイント】
随筆は、筆者の見聞・経験・感想などが自由な形式で書かれ、筆者の心情や考え方などがよく表れた文章である。思索的随筆、文学的随筆など種類があるため、それぞれの特徴につい
て説明する。随筆の読み方は、話題、テーマをおさえ、筆者の心情や考え方を読み取る。時や場所、人間関係などから筆者の立場をおさえ、筆者の考えや心情を述べている部分に着目
する。また、筆者独特の表現から作品の特色をつかみ、筆者が感動した内容から主題を捉える。論説の結論のように主題が一つの段落にまとめられているとは限らないので注意する。

文学的文章（2）─随筆
◆指導ページ　P.26 ～ 31 ◆　　

■
テ
ー
マ

　

父
の
書
斎
の
整
理

■
展
開

〈
出
来
事
〉

　

蔵
書
整
理
の
た
め
父
の
書
斎
に
上
が
る

　
（
父
が
他
界
し
て
、
そ
の
ま
ま
。
つ
い
に
改
築
す
る
）

　
　
　

・
机
に
絶
筆
の
原
稿
と
万
年
筆
と
干
か
ら
び
た
ミ
カ
ン
が
残
る

・
壁
に
か
か
る
散
歩
着
か
ら
、
汗
の
か
す
か
な
に
お
い

　
　
　

　

書
斎
の
天
袋
で
つ
っ
か
え
さ
れ
た
原
稿
を
見
つ
け
る

　
（
凄
絶
な
闘
い
に
か
け
た
父
の
魂
）

　
　
　
　

　

そ
の
原
稿
を
持
っ
て
庭
に
出
る　

　
　
　

　

満
開
の
白
い
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
の
花
が
強
風
に
揺
れ
る

　
（
＝
つ
っ
か
え
さ
れ
た
原
稿
）

〈
父
の
書
斎
〉

　

家
の
中
の
孤
島

　

・
所
狭
と
積
ま
れ
た
原
稿
や
資
料

　

・
仕
事
の
と
き
は
別
人

〈
現
役
時
代
の
父
〉

・
会
社
か
ら
帰
宅
し
て
、
夕
食
を
終
え
る
と
直
ち
に
書
斎
へ

・
体
調
の
悪
い
と
き
で
も
自
分
を
奮
い
立
た
せ
て
書
斎
へ

○
虚
勢
＝
見
せ
か
け
の
威
勢
。

重
要
語
句

■
テ
ー
マ

　

京
言
葉
の
市
民
生
活
で
の
機
能

■
展
開

〈
生
粋
の
京
女
の
叔
母
〉

　

江
戸
ッ
子
の
開
業
医
の
言
葉（
世
辞
ぬ
き
）　

　
　
　
　
　
　
　

叔
母
の
創
出
・
翻
訳

　　

・
叔
母
の
尊
大
を
表
現

　

・
開
業
医
は
叔
母
よ
り
位
が
下
で
あ
る
と
表
現

　
　
　
　
　
　

　

「
か
し
こ
く
」
て
、「
し
っ
か
り
し
た
は
る
」

　
　
　
　
　
　

　

さ
り
げ
な
く
位
を
取
る
の
が
美
徳

→
会
話
中
で
第
三
者
を
持
ち
出
し
、
そ
の
人
と
の
上
下
関
係

で
位
取
り
す
る
こ
と
も
あ
る

○
生
粋
＝�

ま
じ
り
け
が
全
く
な
い
こ
と
。

○
体
＝
外
か
ら
見
た
物
事
の
あ
り
さ
ま
。

重
要
語
句

■
テ
ー
マ

　

自
身
の
九
州
方
言

■
展
開

〈
自
身
の
方
言
〉

九
州
方
言（
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
た
父
母
か
ら
の
唯
一
の
贈
り
物
）

　
　
　
　
　

　

東
京
に
来
て
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
感
じ
る

　
　
　
　
　
　

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
受
け
入
れ
る

＊�

物
事
を
シ
ン
プ
ル
に
し
て
い
く
こ
と（
合
理
主
義
）は
大
事
だ

が
、
日
本
語
が
均
一
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
た
め
ら
う
。

〈
思
う
事
〉

　

地
方
性
の
あ
る
言
葉
は
土
着
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
有
す

る
自
分
の
日
本
人
と
し
て
の
従
属
感
を
意
識
す
る
。

○
引
き
揚
げ
＝�

他
国
に
入
植
し
た
者
が
、
入
植
を
断
念
し
、

本
国
に
帰
国
す
る
こ
と
を
指
す
。

重
要
語
句
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【指導のポイント】
古文読解の要点として主語の省略や現代語と同じ形で意味が異なる語に焦点を絞って学ぶ。動作主や会話の主体は敬語表現や話の筋から主
語を判断する。現代語と同じ形で意味が異なる語、現代語にない語からよく用いられる重要語句は、例文を用いて解釈・説明する。また、
文学史を概観、各時代の重要な古典作品をとりあげて説明する。古文独特のリズムに慣れさせるために、扱う古典作品を何度も音読させる。

古　　典
◆指導ページ　P.32 ～ 37 ◆　　

１■
文
法
事
項

・「
に
は
か
に
」
→
「
に
わ
か
に
」（
語
頭
に
な
い
「
は
」
→
「
わ
」）

・「
や
を
ら
」
＝
そ
っ
と

■
内
容

　

藤
原
宗
輔
は
蜂
を
飼
っ
て
い
た
が
、
世
間
の
人
は
役
に
立
た

な
い
と
言
っ
て
い
た
。
五
月
の
あ
る
と
き
、
彼
が
上
皇
の
と
こ

ろ
に
行
っ
た
際
に
、
偶
然
に
蜂
騒
動
を
枇
杷
の
実
一
つ
で
治
め

た
。
上
皇
は
彼
を
大
層
賞
賛
し
た
。

２■
文
法
事
項

・「
奇
怪
な
り
」
＝
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
だ

・「
い
と
け
な
き
」
＝
幼
い

■
内
容

〈
場
面
〉

　

河
の
ほ
と
り
で
、
狼
と
羊
が
水
を
飲
ん
で
い
る
。

〈
会
話
の
や
り
取
り
〉

狼　

ど
う
し
て
、
私
の
飲
む
水
を
濁
す
の
か
。

　
　
　
　
　

羊　

川
下
の
水
は
濁
し
た
が
、
川
上
が
濁
る
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　

狼　

�

お
ま
え
の
父
が
六
カ
月
前
に
川
上
を
濁
し
た
。
親
の
罪
は

お
ま
え
に
か
か
る
。

　
　
　
　
　

羊　

そ
の
頃
、
私
は
母
の
腹
に
い
て
、
父
母
の
罪
は
知
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

狼　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
お
ま
え
は
野
山
の
草
を
傷
め
た
。

　
　
　
　
　

羊　

私
は
幼
く
、
草
を
傷
め
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
　
　

狼　

な
ぜ
私
に
悪
口
を
言
う
の
か
。

　
　
　
　
　

羊　

あ
り
の
ま
ま
を
話
し
て
い
る
だ
け
だ
と
説
明
。

　
　
　
　
　

　

狼
、
問
答
を
や
め
て
羊
を
食
べ
た
い
こ
と
を
白
状
す
る
。

＊�

も
の
の　

道
理
が
理
解
で
き
な
い
人
と
、
事
の
良
し
悪
し

を
言
い
争
っ
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

１■
文
法
事
項

・「
い
は
む
方
な
し
」
→
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い

・「
え
も
い
は
ず
お
ほ
き
な
る
」
＝
「
え
も
い
わ
ず
お
お
き
な
る
」

　
（
何
と
も
言
え
な
い
ほ
ど
大
き
い
）

・「
と
ど
ま
り
ぬ
」
＝
と
ど
ま
っ
た

　
（「
ぬ
」（
完
了
の
助
動
詞
）
→
「
～
し
た
」）

■
内
容

　

ま
だ
夜
が
明
け
る
前
か
ら
足
柄
山
を
越
え
る
。
山
の
中
は
何

と
も
い
い
よ
う
が
な
い
ほ
ど
恐
ろ
し
い
。
雲
は
足
で
踏
め
る
ぐ

ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
山
の
半
ば
に
あ
る
木
の
下
の
わ
ず
か

な
と
こ
ろ
に
、
葵
が
ほ
ん
の
三
本
ほ
ど
生
え
て
い
る
の
を
見
つ

け
て
、
人
里
離
れ
て
、
こ
ん
な
山
中
に
で
も
生
え
る
の
だ
な
ぁ

と
、
人
々
は
趣
を
感
じ
た
。
水
は
そ
の
山
で
は
三
カ
所
流
れ
て

い
る
。

　

ど
う
に
か
し
て
足
柄
山
を
越
え
切
り
、
関
所
の
あ
る
山
に
と

ど
ま
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
は
駿
河
と
な
る
。
横
走
の
関
の
そ
ば

に
、
岩
壷
と
い
う
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
と
も
言
え
な
い
ほ

ど
大
き
く
、
四
角
で
中
に
穴
の
開
い
た
石
が
あ
り
、
中
か
ら
湧

き
出
る
水
が
、
清
く
冷
た
く
、
こ
の
上
な
か
っ
た
。

２■
文
法
事
項

・「
月
ご
ろ
」
→
数
カ
月（「
年
ご
ろ
」
→
数
年
、
長
年
）

・「
か
く
」
→
こ
の
よ
う
に

■
内
容

　

昔
、
貫
之
が
土
佐
守
を
し
て
お
り
、
任
期
を
終
え
た
年
に
、

か
わ
い
が
っ
て
い
た
子
が
病
気
で
死
ん
で
し
ま
い
、
悲
し
み
に

暮
れ
て
い
た
。
何
カ
月
も
経
っ
た
末
に
、
都
に
上
る
決
心
を
し

た
が
、
そ
の
悲
し
み
は
い
や
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、

柱
に
歌
を
書
き
つ
け
た
。

　
　

都
へ
と
思
ふ
に
つ
け
て
悲
し
き
は

　
　
　
　
　
　

帰
ら
ぬ
人
の
あ
れ
ば
な
り
け
り

　
　
（
都
へ
帰
れ
る
と
思
っ
て
も
悲
し
い
の
は
、�

共
に
帰
京
せ
ず
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
こ
の
世
」
へ
も
帰
っ
て
来
な
い
あ
の
子
が
い

る
か
ら
だ
）

　

と
書
き
つ
け
た
歌
は
、
今
で
も
ま
だ
柱
に
あ
る
。

　

１■
文
法
事
項

・「
い
か
で
」
＝
ど
う
し
て

・「
疾
く
」
＝
早
く

・「
も
が
な
」
→
強
い
願
望（「
い
か
で
…
も
が
な
」
で
対
応
）

〈
土
佐
日
記
〉

　
　

平
安
時
代
に
か
か
れ
た
日
記
文
学
。
紀
貫
之
が
土
佐
国
か

ら
京
に
帰
る
最
中
に
起
き
た
出
来
事
を
虚
構
を
交
え
て
つ

づ
っ
た
も
の
で
、
紀
行
文
に
近
い
要
素
も
も
っ
て
い
る
。

２■
文
法
事
項

・「
い
と
を
か
し
」
＝
と
て
も
趣
が
あ
る

〈
枕
草
紙
〉

　
　

平
安
時
代
中
期
に
書
か
れ
た
随
筆
。
清
少
納
言
が
宮
廷
の

日
常
生
活
で
経
験
し
た
こ
と
や
、
自
然
や
人
事
に
つ
い
て
の

感
想
な
ど
が
、
簡
潔
な
表
現
で
か
か
れ
て
い
る
。

３■
文
法
事
項

・「
む
つ
か
し
」
＝
わ
ず
ら
わ
し
い

・「
な
か
な
か
」
＝
か
え
っ
て

・「
つ
れ
づ
れ
に
て
」
＝
退
屈
で

■
内
容

・
こ
れ
と
い
っ
た
用
事
が
な
い
と
き
は
人
を
む
や
み
に
訪
ね
る

べ
き
で
は
な
い

→
用
件
は
さ
っ
と
済
ま
す
べ
き

・
い
や
そ
う
に
話
す
の
は
よ
く
な
い

→
理
由
を
明
確
に
し
て
、
不
満
を
明
か
す
べ
き

・
お
互
い
に
向
き
合
い
た
い
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い

〈
徒
然
草
〉

　
　

鎌
倉
時
代
末
期
に
書
か
れ
た
随
筆
。
兼
好
法
師
の
お
り
に

ふ
れ
て
の
見
聞
・
感
想
・
評
論
な
ど
が
、
鋭
い
批
評
眼
や
美

的
感
覚
で
書
か
れ
て
い
る
。
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【指導のポイント】
詩の種類は、用語、形式、内容によって分類できることを学ぶ。詩の表現技法として、比喩・擬人法・対句などについて学ぶ。比喩は直喩
と隠喩を区別し、擬人法は適切な具体例をあげて説明する。短歌の「句切れ」については、5つのタイプをそれぞれの例を用いて具体的に
説明する。俳句については、主な「季語」と「切れ字」を中心に説明する。

詩　　歌
◆指導ページ　P.38 ～ 43 ◆　　

１■
表
現

・
現
代
の
話
し
言
葉
、
特
定
の
リ
ズ
ム
や
形
式
は
な
い

　

→
口
語
自
由
詩

・
7
行
目
「
さ
か
ん
な
そ
の
鳴
き
ご
え
」

　

→
体
言
止
め（
名
詞
で
終
わ
る
）

・
8
行
目
「
地
球
は
こ
っ
そ
り
朝
の
方
へ
こ
ろ
が
っ
て
走
り
」

　

→
擬
人
法

・
10
行
目
～
11
行
目

　

「
星
雲
の
列
の
よ
う
に�

─�

ひ
と
塊
づ
つ
」

　

→
倒
置
法

　

「
よ
う
に
」

　

→
直
喩
法

２■
表
現

Ａ　
「
一
ひ
ら
の
雲
」　
　
　
　

→
体
言
止
め

Ｂ　

三
句
切
れ

Ｃ　

三
句
切
れ

　
　
「
け
り
」　
　
　
　
　
　
　

→
切
れ
字（
区
切
れ
に
な
る
）

　
　
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
花
」　
　
　

→
体
言
止
め

Ｄ　
「
か
な
」　
　
　
　
　
　
　

→
切
れ
字（
区
切
れ
に
な
る
）

Ｅ　
「
か
く
ま
で
」
＝
こ
こ
ま
で
も

　
３■

表
現

　
　
〈
季
語
〉　　
　
　
〈
季
節
〉

Ａ　

し
だ
れ
ざ
く
ら　

→
春

Ｂ　

蜻
蛉　
　
　
　
　

→
秋

Ｃ　

鯉
の
ぼ
り　
　
　

→
夏

Ｄ　

寒
雀　
　
　
　
　

→
冬

・
Ｃ
と
Ｄ
は
体
言
止
め

１■
表
現

・
第
一
連
、
第
二
連
「
落
ち
て
来
る
木
の
葉
よ
」

　

→
反
復

・「
落
ち
て
来
る
木
の
葉
」
＝「
お
前
は
死
の
匂
い
が
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
そ
し
て
私
に
死
を
思
わ
せ
る
。」

　

→
落
ち
て
く
る
木
の
葉
を
「
死
」
と
し
て
い
る

■
内
容

・
11
行
目
「
死
が
か
さ
こ
そ
と
落
ち
て
来
る
の
だ
」

　

→
木
の
葉
が
落
ち
る
＝
死
が
失
せ
る（
生
き
る
希
望
が
わ
く
）

・
15
行
目
「
私
に
生
を
愛
惜
さ
せ
る
」

　

→
生
き
る
こ
と
を
強
く
望
む

２■
表
現

名
詞
で
終
わ
る
→
体
言
止
め

Ａ　
「
清
滝
の
里
」

Ｂ　
「
公
園
」

Ｄ　
「
白
雲
」

３■
表
現

名
詞
で
終
わ
る
→
体
言
止
め

Ｂ　
「
鷹
」

　
　
〈
季
語
〉　
〈
季
節
〉

Ａ　

秋
燕　
　

→
秋

Ｂ　

鷹　
　
　

→
冬

Ｃ　

白
鳥　
　

→
冬

Ｄ　

雉　
　
　

→
冬

２■
表
現

Ａ　

縁
先
に

─

干
し
た
る
柿
に
日
短
し

─

　
　
　
　
　
　
　
　

郵
便
配
り
食
べ
て
行
き
に
け
り

Ｂ　

垂
乳
根
の

─

母
が
釣
り
た
る
青
蚊
帳
を

─

　
　
　
　
　
　
　
　

す
が
し
と
い
ね
つ

─

た
る
み
た
け
れ
ど
も

Ｃ　

街
を
ゆ
き

─

子
供
の
傍
を
通
る
時

─

　
　
　
　
　
　
　
　

蜜
柑
の
香
せ
り

─

冬
が
ま
た
来
る

Ｅ　

薄
氷
嶺
の

─

南
お
も
て
と
な
り
に
け
り

─

　
　
　
　
　
　
　
　

く
だ
り
つ
つ
思
ふ
春
の
ふ
か
き
を

Ｆ　

「
雪
の
よ
う
に
木
の
葉
の
よ
う
に
」
→
対
句
法

　
　

「
よ
う
に
」
→
直
喩
法

　
　

「
さ
く
り
さ
く
り
と
」
→
擬
態
語

■
内
容

Ｆ
　

雪
や
木
の
葉
の
よ
う
に
軽
く
て
は
か
な
い
母
の
お
骨
を
掬
っ

て
し
ま
う
と
き
、
逆
に
生
前
の
生
き
て
い
た
こ
と
を
思
い
返
す
。

３■
表
現

・
季
語
…
「
鶯
」（
→
春
）

・
切
れ
字
…
「
や
」

■
内
容　

・
啼
く
→
音
声

・
小
さ
き
口
あ
い
て
→
視
覚
情
報

　

啼
き
声
を
引
き
出
さ
れ
る
ば
か
り
の
「
鶯
」
の
そ
の
啼
き
姿

に
目
を
向
け
て
い
る
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文法・表現
◆指導ページ　P.44 ～ 49 ◆　　

１〈
自
立
語
に
分
け
る
〉

　

①　

分
節
に
区
切
る（「
ね
」
を
入
れ
て
区
切
る
）

　

②　

自
立
語
と
付
属
語
に
分
け
る（
自
立
語
を
見
つ
け
て
い
く
）

　

日

─

が
／
沈
む

─

と
／
風

─

が
／
出

─

た
。

　

空

─

は
／
明
る

─

か
っ
た

─

が
、
気
温

─

は
／
急

─

に
／

　

下
が

─

っ
た
。

３「
小
さ
な
」
→
連
体
詞（
活
用
が
な
く
体
言
を
修
飾
す
る
）

「
小
さ
い
」
→
形
容
詞

４⑷　
「
も
し
」
→
「
も
し
…
だ
っ
た
ら
、
～
だ
。」

⑸　
「
た
ぶ
ん
」
→
「
た
ぶ
ん
…
だ
と
思
う
。」

５⑴　
「
血
の
に
じ
む
よ
う
な
」
→
苦
労
す
る
様
子

⑵　
「
機
械
の
よ
う
な
」
→
正
確
な
様
子

６
　

次
の
修
飾
詞
節
が
何
に
か
か
る
か
を
明
確
に
す
る

⑴　
「
窓
か
ら
」（「
脱
出
し
た
」
か
「
見
た
」
の
ど
ち
ら
に
か
か

る
か
を
明
確
に
す
る
。）

⑵　
「
途
中
で
」（「
わ
た
し
は
助
け
た
」
と
「
道
に
迷
っ
た
人
」

の
ど
ち
ら
か
）

⑶　
「
五
日
の
会
議
で
」（「
首
相
は
語
っ
た
」
か
「
法
案
は
可
決

さ
れ
た
」
の
ど
ち
ら
か
）

⑷　
「
遊
ん
で
ば
か
り
い
る
の
は
」（「
先
生
が
よ
く
な
い
と
い
う
」

の
か
「
生
徒
が
」
の
ど
ち
ら
か
）

⑸　
「
方
法
を
か
え
て
」（
問
題
が
「
生
じ
る
」
の
か
、
問
題
を

「
避
け
る
」
の
か
）

１
　

③　

叙
述（
決
ま
っ
た
対
応
が
あ
る
）

　

・
い
く
ら　

～　

て
も

　

・
な
か
な
か　

～　

な
い

　

・
ま
る
で　

～　

よ
う
だ

２
　

助
動
詞
→
動
詞
の
す
ぐ
下
に
来
る

⑴　

明
日
は
暖
か
く
な
る
そ
う
な
の
で
、
近
く
の
公
園
で
犬
を

遊
ば
せ
る
つ
も
り
だ
。

⑵　

古
代
都
市
が
復
元
さ
れ
る�

ら
し
い
と
い
う
う
わ
さ
が
広

が
っ
て
い
た
。

⑶　

そ
の
絵
は
傑
作
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
見
た
い
と

思
う
。

⑷　

道
路
が
込
ん
で
い
る
よ
う
な
の
で
、
外
出
は
取
り
や
め
よ
う
。

３
　

助
詞
→
自
立
語
の
す
ぐ
下
に
来
る

⑴　

食
料
が
な
く
な
る
と
、
暗
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

⑵　

有
名
人
に
あ
こ
が
れ
る
気
持
ち
は
だ
れ
に�

で
も
あ
る
。

⑶　

子
ど
も
の
成
長
し
た
姿
を
見
る
と
、
つ
い
ほ
ほ
え
ん
で
し

ま
う
。

⑷　

朝
か
ら
話
し
合
っ
た
が
、
い
く
ら
説
得
し
て
も
無
駄
だ
っ
た
。

４
　

①　

文
節
に
分
け
る

　

②　

自
立
語
と
付
属
語
に
分
け
る

　

③　

付
属
語
の
う
ち
活
用
が
な
い
も
の
が
助
詞

６
　

「
だ
ろ
う
」、「
思
わ
れ
る
」、「
ら
し
い
」
→
推
定

　

「
で
あ
る
」、「
だ
っ
た
」
→
断
定

１
　

ま
ず
自
立
語
と
付
属
語
に
分
け
る

⑵　

わ
た
し

─

は
／
ま
た
／
同
じ
／
失
敗

─

を
／
し
て
／
し

ま
っ
た
。

　

→
自
立
語　

接
続
詞

⑶　

彼
女

─

は
／
お
と
な
し
い

─

が
、
け
っ
し
て
／
気

─

が
／

弱
い
／
わ
け

─

で
は
／
な
い
。

　

→
付
属
語　

助
詞

⑸　

こ
れ

─

は
／
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

─

で
、
そ
れ

─

は
／
水
晶

─

だ
。

　

→
付
属
語　

助
動
詞

⑻　

そ
の
／
美
術
館
に
は
／
世
界
の
／
名
画
が
／
あ
る
。

　

→
自
立
語　

動
詞

２⑴　

歩
け
な
い
→
助
動
詞

⑵　

難
し
く
な
い
→
形
容
詞

⑸　
「
た
い
へ
ん
」
→
副
詞

⑹　
「
た
い
へ
ん
に
」
→
形
容
動
詞

４「
な
い
」

　

―
単
独
で
分
節
→
形
容
詞

　

―
単
独
で
分
節
で
な
い　
　
　
　

→
打
ち
消
し
の
助
動
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
た
は
形
容
詞
の
一
部

　

―
「
ぬ
」
に
置
き
換
え
て
自
然　

→
打
ち
消
し
の
助
動
詞

　

―
「
ぬ
」
に
置
き
換
え
て
不
自
然
→�

形
容
詞
ま
た
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

形
容
詞
の
一
部

８
　

書
き
始
め
に
「
手
紙
は
次
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。」
や
、
最

後
に
「
こ
の
よ
う
に
、
手
紙
に
は
様
々
利
点
が
あ
る
。」
な
ど
を

つ
け
る
。


